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古
代
文
芸

と
鹿

・
猪

の
意
識

に

つ
い
て

考
古
学
的
視
点
を
織

り
ま
ぜ

て

石

神

裕

之

古
代
研
究
に
お
け
る
鹿
重
視
の
視
点
に
つ
い
て

万

葉
集
巻

八
、

一
五

一

一
番

と

一
六

六

四
番

に
次

の
よ

う
な

歌
が

あ

る
。

 
 

 
夕

さ

れ
ば
 

小
倉

の
山

に
 

鳴

く
鹿

は
 

今

夜

は
鳴

か
ず
 

い
寝

 
 

に
け
ら

し
も

(八

・

一
五

一

一
)

 
 

 
夕

さ

れ
ば
 

小
倉

の
山

に
 

臥
す
鹿

の
 
今

夜

は
鳴

か
ず

 

い
寝

 
 

に
け
ら

し
も

(八

・

一
六
六

四
)

一
五

一
一
番

は
岡
本

天
皇

の
御

製
と

さ

れ
、
野
明

か
斉

明

(後

岡
本

天
皇

)

と
比
定

さ
れ

て

い
る
。

も
う

一
方

の

一
六

六
四
番

は
大

泊
瀬

幼
武

天
皇

の

御

製
、

つ
ま

り
雄
略

天
皇

の
作

と
し

て
考

え
ら

れ

て

い
る
。

 

こ
れ
ら

の
歌

を

め
ぐ

っ
て
は
、

こ
れ

ま
で

に

い
く

つ
か

の
論
考

が
示

さ

れ
て

き
た
。

そ

の

一
つ
と
し

て
は
、

井

口
樹

生

に
よ

る

「
鹿

鳴
讃

の
由

来

-

古
代

・
鹿

の
文
学

と
芸

能
ー

」
を

挙
げ

る

こ
と
が

で
き

る
。

こ

の
中

で

井

口
は
そ
れ

ら

の
歌
意

が
、

天
皇

の

「
鹿
鳴

」

を
聴

く
と

い
う
行

為

を
示

し
た

も

の
で
あ
る

こ
と

か
ら
、

こ
う

し

た
歌

の
存

在

は
鹿

の
鳴

き
声
を

聞

く

こ
と

に
何

ら

か

の
意

味

が

あ

っ
た

も

の
と
解
釈

し
、

「鹿

鳴

は
文

学

的

感

興

を
誘
う
対

象

で
は

な
く
、

土
地

の
精
霊

の
声

で
あ

り
、

そ

れ

に
よ

っ

て
土
地

の
精
霊

の
意

向

を
感

受
し

た

の
で
あ

る
。

そ

こ

に
古

代

の
天

子
が

鹿

の
声

を
聴

く
本
来

の
要

因
が

あ

っ
た

の
で
あ

る
」
と
結

論
付

け

た
。

 
加

え

て
井

口
は
、

鹿
狩

が
初

夏

に
行

わ

れ
た
理
由

を

、
稲

の
再

生
を

願

う

呪
農
法

と
解

釈

し
、
播

磨
風

土
記

の
記
述

か
ら

「
生

殖
行
為

に
よ

っ
て

稲

の
孕

み
を
促

す
感

染
法

を
伝

え
」

て

い
る
も

の
と
解

釈
し

、
鹿

に
よ
る

再
生

力

の
促
進

と

い
う
点

を
強

調
し

て

い
る
。

 

こ
う

し
た
鹿

が
古

代

に
果

た
し

た
意
味

を
説

く
論

考

は
国
文

学

だ

け

で

な

く
、

歴
史
学

に
お

い
て
も
示

さ

れ
て

い
る
。

岡
田
精

司

は
、
井

口
の
論

旨

と

ほ

ぼ
同
様

の
論
考

を

発
表

し
、

万
葉

集

の
歌

と
と

も

に
、

『
日
本

書

紀

』

の
仁

徳

天
皇

三
十

八
年
秋

七
月

条
を

取
り

上
げ

、

大
王

が
毎

夜
鳴

く

声

を
聴

い
て

い
た

と

い
う

鹿

を
殺

し
た
佐

伯
部

を
安
芸

国

へ
追

放

し

た
記

事

に

つ
い
て
、
「
大

王

の
執
行

す

る
呪
的
行

為

を
妨
げ

た
罪

に

よ
る
も

の
」

と
解
釈

し
た

う
え

で
、
加

え

て
垂
仁

天
皇

五
年

の
条

に
は
冬

十
月

「
高

宮
」

で
皇
后

と
昼
寝

を

す
る
記

事

が
あ

る

こ
と

か
ら

、
秋

に
大
王

が
鹿

の
鳴

き

声

を
聞

く

こ
と
、

そ
し

て
高
殿

に
皇

后

と
共

に
上

る
こ
と
が

儀
式

化

し

て

い
た
も

の
と
解

釈

し
た
。

そ

し

て

「
秋

の
首
長
儀

礼

と
し

て
、
鹿

を

"
見

る
"
、

鹿
鳴

を

"聞

く

"

と

い
う

呪
的

な
行

事

が
推

測

で
き

る
」

と

し
、

鹿

の
鳴

き
声

を
聞

く
、

「
鹿

鳴

聴
聞

」

が
稲

作
儀

礼

上
重
要

な
位

置

を
占

め
、
古

代
王
権

に
と

っ
て
重
要

な
儀

礼

で
あ

っ
た

と
指

摘
す

る
。
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こ
う
し

た
岡

田
の
説

に
対

し

て
、
考
古

学

の
辰

巳
和

弘

は

「
鹿
鳴
聴

聞

」

を

「高

殿
」

で
行

っ
た

と
す

る
推

測

に
関
連

し

て
、
弥

生
式
土

器

に
刻

ま

れ

た
高
床
式

建
物

と
鹿

の
取

り
合

わ

せ

の
存

在

を
重
視

し
、

こ

の
構

図

こ

そ

「
鹿
鳴
聴

聞
」

を

示
し

た
事
例

で
あ

る

と
指
摘

し

た
。

 

こ

の
よ
う

に
、

こ
れ
ま

で
研
究

者

の
多

く
が

「
鹿
」

と

い
う
動
物

が
、

古
代

の
人

々

の
意

識

の
中

で
、
特

別

な
存
在

と

し

て
位

置
付

け
ら

れ

て

い

た

こ
と
を
主

張

し
、

そ
う

し
た
解

釈

が

一
般

的

に
も
定

着

し

つ

つ
あ

る
。

し

か
し

な

が
ら
、

古

代
文

学

の
な

か

で

「
鹿

」

の

み
な

ら
ず
、

「
猪

」

や

「蛇

」

と

い

っ
た
他

の
動
物

が
主

題

と
し

て
取

り
上
げ

ら

れ
て

い
る

こ
と

を
考

え

合

わ
せ

れ
ば

、
「
鹿
」

の
優
位

性

の
み
を

指
摘

し

て
よ

い
も

の
な

の
だ

ろ
う

か
。

と
く

に
、

「
猪
」

は

「
シ
シ
」

と
も
呼

称

さ
れ
、

「
鹿
」

と

同
様

な
読

み
が
用

い
ら
れ

て
お

り
、
仮

に
こ

の
両

者

を
区
別

す

る
も

の
が

あ

っ
た

と
す
る

な
ら
ば

、

そ

の
区

別

は

い

っ
た

い
ど

の
よ
う

な
意

味

を
も

つ
も
の

で
あ

っ
た

の
か
、
と

い
う
点

を
再

検
討

す

る
必
要

が
あ

る
だ

ろ
う
。

 

そ

こ
で
本

稿

で
は

そ
う

し
た
古

代

に
お
け

る
動

物
観

の
再

考

を
、
国

文

学
上

の
テ
ク

ス
ト
を

用

い
る
だ

け

で
は
な

く
、
筆

者

の
研
究

領
域

で
あ

る

考
古

学

な
ど
多
様

な
資

料

を
用

い
て
試

み
た

い
と
考

え

て

い
る
。

い
わ
ば

門
外

漢

と
も

い
え
る
他

の
学

問
領

域

か
ら

の
多
義

的

な
解
釈

に
よ

っ
て
、

一
義

的

な
解

釈

に
陥

り
が

ち

で
あ

っ
た

こ
れ

ま
で

の
鹿
、
猪

と

い

っ
た
動

物

の
認
識

に
お

い
て
、
新

た
な

側
面

を
指

摘

す
る

こ
と
が

で
き

れ
ば

と
考

え

て
い
る
。二

 

記
紀

・
風
土
記

・
万
葉
集
に
み
る
鹿
と
猪

 

こ
れ
ま

で
鹿

の
重
要

性

が
指

摘

さ
れ

た
側

面

に
、

「
稲
作

と
鹿

」

の
関

わ
り
を

挙
げ

る
こ

と
が

で
き

る
。

し

か
し
、

そ

の
根

拠

と
し

て
取

り
あ
げ

ら
れ

た
記
事

内
容

が
、

鹿

の

み
に
限

ら
れ

る
も

の
で
あ

る

の
か
と

い
う

こ

と

に

つ
い
て
、
検

討

さ
れ

た

こ
と
は

な
か

っ
た
。

そ

こ
で
本
章

で

は
、
古

事
記

、
日
本

書
紀

と

い

っ
た
文

献

に
お

い
て
、
鹿

と
猪

が
ど

の
よ

う

に
扱

わ

れ
て

い
る

か
相

対
的

に
把

握

し
、

そ

の
検

証

を
試

み
る

こ
と
と

し
た
。

ま
ず
古

代
文

学

の

テ
ク

ス
ト

に
現

れ
る

「鹿

」

と

「
猪
」

に

つ
い
て
、

そ

の
出

現
回

数
を
集

計

し
た

上

で
、
内
容

等

に

つ
い
て

の
比

較
検

討

を
試

み

る

こ
と

と
し
た

い
。

 
そ

の
手
法

と

し

て
は
、
古

事

記
、

日
本
書

紀
、

風
土
記

、

万
葉
集

の
四

つ
の
文

献

を
対

象

と

し

て
、

こ
れ

ら

の
本

文
中

よ

り
、

「鹿

」
、

「
猪

」

に

関

わ
る
説
話

な

ど
を
抽

出

し
、

鹿
、
猪

の
出

現
頻
度

な

ど

に

つ
い
て
検
討

を
加

え

る

こ
と
と

し
た
。

抽
出

に
あ

た

っ
て

は
岩

波
書
店

版

、
日
本

古
典

文
学

大
系

を
使

用
し

た
。

そ

の
際
、
地

名

や
人
名

に
関

わ
る

記
述

は
除
外

し
、

生
物

と

し
て

の
鹿

、

猪

を
記
述

し
た

内
容

の
み
を
抽

出

す

る

こ
と
と

し
、
表
記

の
上

で
、
鹿
、

猪

の
ど

ち
ら

に
も
解
釈

で
き

る
記
述

は

「
し

し
」

と
し

て

一
括

し
た
。

な

お
万
葉

集

に

つ

い
て

は
、

万
葉
仮

名

に
よ
る
表

記

の
歌

は
別

枠

を
設

け
、

「
し

か
」

に
類
別

し

て

い
る
。

ま

た

「
或
本

」

な

ど
、

異
伝

に

つ
い
て
は
今

回
除

外

し

て

い
る
。

 
図

一

(表

一
)

は
抽
出

し

た
結

果
を

ま
と

め
た
グ

ラ

フ
で
あ

る
。
紙
幅

の
都

合

上
、
原

文

を
す

べ
て
掲

載

で
き

な

い
た
め
、
詳

細

に

つ

い
て
は
、

本
稿

末

に
表

を
掲
げ

た

の

で
、

ご
参

照
頂

き

た

い
。

ま
ず

古

事
記

で
は
、

鹿

が
出

現
す

る
記
事

は
そ
れ

ほ
ど

多
く

は
な

く
、
猪

に
関

わ
る
記

事

の
割

合

が
約

六
十
%

と
多

数
検

出

さ

れ
た
。

一
方

で
日
本
書

紀

に

お

い
て
は
、

鹿

に
ま

つ
わ
る
記
事

が
、

猪

に
関

す

る
記

事

に
対
し

て
約

二
倍

と

い
う

結

果

と
な

り
、

古
事

記
、

日
本

書
紀

で
は
、

そ

の
内
容

に
差
違

が

存
在

す

る

こ
と

が
明

ら

か
と
な

っ
た
。

万
葉

集

で
は
、

容
姿

の
悪

い
猪

に
は
詩
情

を

一15一



鹿 猪 しし しか 計
古事記 3 7 2

 1

12
日本書紀 14 6 5 25
風土記 16 14 10 40
万葉集 54 5 7 66

87 27 22 7 143
表1 古代文学における

  鹿 ・猪 ・「しし」の記事集計表

100

80%

60%

40%

20%

o%

〆 ノ' ♂ 瀦

晒 しかi

図 しし

厨猪
1■鹿

図1 a代 文学における

  鹿 ・猪 ・「ししJ記 蓼の出現頻度

   (表1よ り作成.n=143)

狩 り(鹿) 祈狩(鹿) 狩り(猪) 祈狩(猪) 計
.

古事記
日本書紀
風土記

4

2

i

3

2

3

I
z

8

5

6 1 3 5 15

表2 記紀 ・風土記における

  狩猟記事の粟計表

弥生式土器 銅鐸 円筒埴輪 形象埴輪 計
シカ

イノシシ

88

1

24

4

39

0

18

zs

 1

169

31

89 za 39 44
 I

zoo

iOO%

80%

so%

40%

20%

 0%

 表3 弥生式土器 ・網御 ・円筒/形 象埴輪

    にみる鹿 ・猪意匠の出現数粟計表

    (恕値は圃体薮。壱成秀醐 「総画から記号へ」

    Ei 32,9頁 の表1・2及 び、琶成秀爾

     「埴幡の絵」、i#34,207目 の本文を憂に
.一     作成した。まr.形 象埴幡について13:234

    彰照)

!
詩〆 〆

   一  一1国イノシ シ
.

團 シカ

図2 弥生式土器 ・銅鐸・円筒/形 象埴輪

  にみる鹿 ・猪意匠の出現頻度

   (表3よ り作成。n=200)
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感

じ

な

い
と

い
う

こ

と
な

の

か
、

「猪

」

の
文
字

を
使

用

し

た
歌

は

一
首

も
存
在

し
な

い
。

し
か
し
、

猪

を
詠

ん
だ

で
あ

ろ
う

と
考

え
ら

れ

て

い
る

歌

に

つ
い
て
は

…
首

、
存

在
が
指

摘

さ
れ

て

い
る
。

そ

の

】
方

で
、
確

実

に
鹿

を
詠

ん
だ
と
考

え

ら
れ

る
歌

は
五

四
首

と
、

多
数

確

認
す

る

こ
と
が

で
き

た
。

 

こ
う
し

た
結

果

を
見

る
限

り
、
鹿

と
猪

の
扱

わ

れ
方

が

記
紀

で

は
異

な

る
可
能

性

が
考
え

ら
れ
、

ま

た
、
万

葉
集

に
お

い
て
は
鹿

が

そ

の
対

象

と

し

て
重

要
視

さ
れ

て

い
た

こ
と
を
想
定

す

る

こ
と
が

で
き

る
。

こ
れ

ら

の

事
象

は
記
紀
成

立

の
歴
史

的
背

景

に
も
関
連

す
る
事
項

で
あ

る
と
考

え
ら

れ

る
が
、

こ
こ

で
は
論

じ
き

れ
な

い
た

め
事
実

の
み
を
提

示
す

る

に
と

ど

め
、
次

に
記
紀

に
お
け

る
記
事

の
う

ち
、

鹿

と
猪

に

つ
い
て

の
説
話

を
内

容
的

に
ま

と
め

る
こ
と

で
、

そ

の
扱

わ

れ
方

の
差
異

に
ど

の
よ
う
な

意
味

が
あ

る

の
か
検

討

を
加

え

る
こ
と

と
し

た

い
。

 

民

俗
学

の
野
本

寛

一
は
、

「鹿

と
人

と

の
関
係

を

人
間

の
側

か
ら

眺

め

て
み
る
と
、

鹿
が

人
間

に
も

た
ら

す
力

を
三

つ
の
側

面

と
し

て
認

め
る

こ

と

が
出

来

る
」

と
し

て
、

「
鹿

の
実

用

性
」
、

「
鹿

の
害
獣

性

」
、

「
鹿

の
霊

獣
性

」
を

挙
げ

る
。

そ
こ

で
こ

の
分
類

に
沿

っ
て
、

鹿
、

猪

に
関

わ
る

記

紀
、
風
土
記

、
万
葉

集

の
記
述

を

ま
と
め

た

の
が
右

の
箇

条
書

き

で
あ

る
。

た

だ
し
、

こ
れ

は
記
事

の
す

べ
て
を
と

り
あ
げ

た

も

の
で
は

な
く
、

象
徴

的

な
記
事

の

み
を

と

り
あ
げ

た
も

の

で
あ
る
。

な

お
、
霊

獣
性

の
分

類

に

あ

っ
て
は

「
神
あ

る

い
は
精

霊

と

い

っ
た
、

単
な

る
生
物

と
は
異

な

る
力

を

も

っ
た
描
写

の
な

さ
れ

た
説
話

」
と

い
う
定
義

を
設

け
分

類
を

試

み
た
。

 

鹿

の
実

用
性
 

 

 
万
葉
集

巻
十

六

「
乞
食

者

の
詠

め

る
歌

」
鹿

が
我

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が

身
を

大
王

に
捧
げ

る
歌

 

鹿

の
害

獣
性

 

 

 
播
磨

國
風

土
記

 
速

見
郡

 
鹿

が
苗

を
食

う
話

鹿
の
霊
獣
性

猪
の
実
用
性

猪
の
害
獣
性

猪
の
霊
獣
性

 
内

容
的

に
は
、

獣
性

、

て
お
り
、

万
葉
集
 
鹿
猪
田
の
歌

古
事
記
 
 
中
巻
 
小
碓
命
の
項
足
柄
山
で
鹿
に

 
 
 
 
 
遭
う
話
。

日
本
書
紀
 
神
代
上
第
七
段

一
書
第

一 

天
羽
鞘

 
 
 
 
 
の
話

 
 
 
 
 
景
行
紀
四
〇
年
 
日
本
武
尊
 
山
神

 
 
 
 
 
の
化
身
の
白
鹿
に
倒
さ
れ
る
話

 
 
 
 
 
仁
徳
記
六
七
年
 
鹿
の
耳
か
ら
百
舌

 
 
 
 
 
鳥
が
出
現
す
る
話

播
磨
國
風
土
記
 
讃
容
郡
 
鹿
の
腹
を
割
い
て
血

 
 
 
 
 
 
 
に
稲
を
ま
く
話

 
 

 
害

獣
性

と

い
う
点

に
お

い
て
は
、

 
 

 
 
そ
う

し
た
要

素

に
お

け
る
差
違

の
な

い
こ
と

が
指
摘

で
き
る
。

ま
た

そ

こ

に
示

さ

れ

る
内
容

は
、

「
稲
作

」

あ

る

い
は

「
狩

猟

」

と

か
か

わ
り
を

も

つ
も

の
で
あ

り
、

鹿

と
猪

の
認
識

を
検

討

す
る
上

で
、

こ
の
二

 
 
記
載
な
し

 
 
万
葉
集
 
鹿
猪
田
の
歌

 
 
古
事
記
中
巻
 
 
倭
建
命
が
山
の
神
の
化
身
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
白
猪
に
倒
さ
れ
る

 
 
日
本
書
紀
 
 
 
天
智
天
皇
三
年
 
猪
槽
に
稲
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
生
え
た
と
い
う
説
話

 
 
出
雲
国
風
土
記
 
秋
鹿
郡
 
大
穴
持
命
の
子
が
追

 
 
 
 
 
 
 
 
 
っ
て
い
た
猪
が
消
え
た
話

猪
の
実
用
的
な
性
格
を
示
す
記
事
は
な
い
も
の
の
、
霊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
鹿
と
猪

の
双
方
が
説
話
を
持
っ

一17一



つ
の
キ

ー
ワ

ー
ド
が
重

要

で
あ

る

こ
と
が
考

え
ら

れ

る
。
そ

こ

で
、

次

に

記

紀
、

風
土

記

の
記

事

に

つ
い
て
、

「
稲

作
」
、

「
狩
猟

」

の

二

つ
の
側
面

か
ら
検

討
を
試

み
て
み
た

い
。

 

ま
ず

、

「稲

作

」

と
鹿

と

の
関
係

性

に

つ

い
て
は
、

前
述

の

「
鹿

鳴
聴

聞

」

の
指

摘

で
も
わ

か

る
よ
う

に
、

記
紀

の
記
述

を
基

に
多

く

の
研
究
者

が
言
及

し

て
き
た
。

と
く

に
播
磨

国

風
土

記

に
あ
る
宍

の
血

に
よ

る
佃

り

の
記
事
、

あ

る

い
は
讃

容
郡

の
条

に
あ
る
次

の

一
文

は
、
稲

作
と
鹿

と

の

関

係
性

を
示

す
根
拠

と
し

て
し
ば

し
ば

引

用
さ

れ

て

い
る
。

 

 

(前

略
)

妹
玉

津
日

女
命

、
生

け

る
鹿

を
捕

り

臥
せ

て
、
其

の
腹

を

 

 
 
割

き

て
、
其

の
血

に
稻
種

き

。
傍

り

て
、

～
夜

の
間

に
、
苗

生

ひ

 

 
 

き
。

(
以
下
略

)

 

鹿

の
腹

を
割

い
て
そ

の
血

で
も

っ
て
稲

を
育

て

る
と

い
う

、

こ
う

し
た

鹿

の
血

が
稲

と
結
び

つ
い
た
記
述

は
、
井

口
、

岡
田

ら

の
指

摘
す

る
土

地

の
精
霊

と
し

て

の
認

識
や

、
鹿

の
生

態
が
稲

の
生

長

と
密
接

に
関

わ

る
も

の

で
あ

っ
た

と
す

る
主
張

の
根

拠

と
し

て
し
ば

し
ば

と
り

あ
げ

ら
れ

て

い

る
。

こ
う
し

た
動
物

供
犠

的

な
記
事

を
裏

付

け
る
資

料

は
、
考
古

学
的

に

は
今

の
と

こ
ろ
見

つ
か

っ
て

い
な

い
。
し

か
し
海

外

に

お

い
て
は
、

こ
う

し
た
動
物

血

に
よ

る
稲
作
儀

礼

の
存

在
が

指
摘

さ

れ
て

お
り
、

そ
う

し
た

要
素
が
鹿
と

「
稲
作

」
と

の
結
び

つ
き
を
補
強

す

る
要

因
と
も
な

っ
て

い
る
。

 

鹿

に
関

す

る
記
紀

の
記

事
を

抽
出

す

る
限

り

に
お

い
て
は
、
岡

田

が
主

張
す

る
よ
う

な

「
稲

の
生

育

の
季
節

に
鹿

の
生

態

サ
イ

ク

ル
が
対

応

し

て

い
る

こ
と
と
、
早
苗

や
稲
穂

を
荒

ら
す
害
獣

で
あ

る
こ
と
が
、
古

代

の
人

々

に
鹿

に
対
し

て
特
別

な
感

情

を
懐

か
せ

る

こ
と

に
な
り
、

神

の
化

身

を
そ

こ
に
見

い
だ

し

た
り
、

ま
た
多

く

の
伝
承

を
生

む

こ
と

に
な

っ
た
」

と

い

う
指
摘

は
、
全

く
妥

当
性

の
な

い
も

の
と
は

い
え
ず

、

そ
れ

を
否
定

す

る

要
素

を
見

い
出

す

こ
と
は

で
き

な

い
。

 
し

か
し
、

一
方

で
は
猪

と
稲
作

の
関

係

を
示
す

記
事

も
ま

た
存
在

し

て

い
る
。

『
日

本
書

紀
』

巻

第

二
、

天
智

天

皇

三
年

一
二
月

の
条

に
は
、

猪

槽

に
稲
が
生

え

た

と

い
う
説

話

が
存
在

し

て

い
る
。

 
 

是

の
月

に
、

淡

海

國
言

さ

く
、

「
坂

田
郡

の
人
小

竹

田
史

身

が
猪

槽

 
 

の
水

の
中

に
、

忽
然

に
稻

生

れ
り
。

(以
下
略

)
」

 
岩

波
古

典
文

学
大

系

で
は
、

こ

の

一
文

に
対

す
る
註

と
し

て

「
肥
料

と

し

て

の
畜

糞

の
利
用

開
始

を
伝

え

た
説

話

で
あ

ろ
う

か
」
と

い
う

説

が
付

さ

れ

て

い
る

が
、

「
槽
」

と

は

元
来
、

馬

な

ど

の

か

い
ば
桶

の

こ
と

で
、

餌
桶

で
あ

る

が
溝

や
水
を

蓄
え

る
容

器
と

い
う
意

味
も

あ

る
の

で
、
確

か

に
猪

の
か

い
ば

桶
、

あ

る

い
は
飼
育

場

の
溝

の
中

と
解
釈

す

る

こ
と

も

で

き

る
が
、

象
徴

的
な

意
味

で
の
猪
、

あ

る

い
は
豚

の
役
割

を

示
唆

す

る
も

の
と
捉

え
る

こ
と

も

で
き
る
。

 

こ
う

し
た
事

例

を
踏

ま
え

る
と
、

稲
作

と

の
関

係
性

と

い
う
点

で
は
、

鹿

と

の
結

び

つ
き

が
強

い
こ
と
は
否

定

で
き
な

い
が
、

猪
が

ま

っ
た

く
稲

作

と

の
関

わ
り
を
持

っ
て

い
な

か

っ
た

と
は
言

い
切

れ
な

い
こ
と
が

示
唆

さ
れ

て
お
り
、

一
面

的

な
解
釈

が
困

難

で
あ

る
こ
と

を
示
し

て

い
る
。

 

次

に
、

「
狩

猟
」

と
鹿

と

の
関

係

性

に

つ
い
て
検
討

し

た

い
。

歴
史

学

の
森

田
喜

久

男
は

日
本
書

紀
等

に
現
れ

る
薬
撫

に

つ
い
て
言

及

し
、

こ
う

し
た
狩

り

の
目
的

を
軍
事

的
観

閲

で
あ

っ
た

と
主
張

し
た
。

ま

た
谷

川
章

雄

は
、
古

代

王
権

で

の
狩

猟

の
意
味

に

つ
い
て
、
鳥
獣

に
対

す

る
天
皇

の

所

有
権

を
示

し
た

も

の
と
解
釈

し
、

軍
事

的
氏

族
、

部
と

の
結
合

紐

帯
を

強

固

に
し

て

い
く

意
味

を
持

っ
た

と
し

て

い
る
。
榎

村
寛
之

も

「
鹿

を
狩

る
山
川

藪
沢

の
占

有
祭

祀

と
軍
事

演
習

」

で
あ

っ
た
と
し
、

一
様

に
天
皇

の
示
威

的
行

為

と
し

て

の
狩

猟
を

指
摘

し

て

い
る
。
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平
林
章
仁

は

い
わ
ば

こ
う

し
た

説
を
総

合

す

る
形

で
、
肉

食
、

狩
猟

、

祭
祀

の
観

点

か
ら
鹿

に
対

す
る
特

別
な
感

情

が
古

代

に
あ

っ
た

こ
と

を
指

摘

し

た
。

そ

の
中

で
平

林

は
記
紀

の

一
連

の
狩

猟
記
事

を

分
析

し
、
鹿

の

記

述

は
神

々

し
さ
が
強

調

さ
れ
、

神
聖

視

さ
れ

て

い
た
面

が
あ

る

こ
と

か

ら
、

「儀

礼

的
狩

猟
獣

と
し

て

の
猪

と
鹿

に
対

す

る
古

代

人

の
宗

教
的

観

念

・
態
度

は
大

き
く
相

違

し

て

い
た

の
で
あ

る

が
、

そ

の
理
由

は
明
瞭

で

な

い
も

の

の
、

鹿
を
神

聖

な
霊
獣

と

み
る

の
は
弥

生
時

代

以
来

の
も

の
で

あ

る
」

と
し

て
、
鹿

が
猪

に
対

し

て
霊

獣
視

さ

れ

て

い
た

こ

と
を
指

摘
し

た
。
特

に

「
神

々
し

き
鹿
」

に
対

し

て
、
猪

は
負

の
価

値

を
象

徴

し
て

い

る
と

し
て
、
儀

礼
的
狩

猟

に

お

い
て
は
猪

で
は
効

果

が
無

く
、

狩

る
対
象

は
鹿

で
あ

る
必
要
が

あ

っ
た
と
主

張
す

る
。
そ

の
根

拠

に

つ
い
て
平
林

は
、

「
祈
狩
」

と

い
う
言

葉

を

も

と

に
、

狩

り

は
神

意

を

判

断

す

る

呪
術

的

ト

占
行
為

で
あ

り
、

そ
れ

だ

か
ら

こ
そ
、
神

聖

な
鹿

が
対

象

で
あ

っ
た
と

し
て

い
る
。

 

鹿

と

「
狩
猟

」
と

い
う
点

で
重

要

な
位
置

を
占

め
て

い
た

こ
と
多

く

の

研

究
者

は
指
摘

し

て
き
た

わ
け
だ

が
、

猪

に
も

そ
う

し
た

要
素

が

ま

っ
た

く
な

い
と

い
う

こ
と
は

で
き
な

い
。

と
く

に
狩

猟

と

い
う

点

で
は
、

鹿

に

つ
い
て
の
や

や
我
田
引

水
的

な
解

釈

が
目
立

っ
て

い
る
よ

う

に
思

え
る
。

そ

こ
で
猪

と
狩

猟

と
の
関
係

性

に

つ
い
て
、

少

し
検
討

し

て

み
る

こ
と

に

し
た

い
。

 

記
紀

の
倭
建

命

(紀

・
日
本
武

尊

)

の
記

事

の
う

ち
、

倭
建

命

が
山

の

神

の
化
身

に
う

ち
負

か
さ

れ
る
描

写

が
存
在

す

る
。

し

か
し
内

容
的

に
は

同
様

の
記
事

に
お
い
て
、
記
紀

の
描
写

に
は
差
異

が
認
め
ら

れ
る

の
で
あ
る
。

 

古
事

記

で
は
、
倭

建
命

が
足

柄
山

で
白

鹿

に
、
伊

吹
山

で
は
白

猪

に
あ

う

こ
と

に
な

っ
て
い
る

の

に
対

し

て
、
日
本

書

紀

で
は
、

足
柄

山

で

は
白

鹿

、
伊
吹

山

で
は
大
蛇

に
出

会
う

説
話

に
変

え

ら
れ

て

い
る
。

つ
ま
り

古

事
記

に
お

い
て
は
、

シ
カ

と
イ

ノ

シ
シ
は
共

に
神

の
化

身

と
し

て
現
れ

る

の
に
対

し
て
、
日
本
書
紀

で
は
神
が
猪

に
変

化
す
る
話
を

削
除
し

て
し

ま

っ

た
の

で
あ

る
。

こ
の
点

に

つ
い
て

こ
れ

ま
で

の
解

釈

で
は
、

そ

の
置

き
換

え
を
大

き
く

は
捉
え

て

い
な

い
。

し

か

し
な
が

ら
、
猪

を
蛇

へ
と
置
換

し

た

背
景

に
は
、

猪
が
神

の
化
身

で
あ

る

こ
と

に
対

す

る
何

ら

か
の
否
定

要

素

が
存
在

し

た

こ
と
が
推

測

さ
れ
、

編
纂

に
携

わ

っ
た
人

々

の
意

識

の
変

化

が
あ

っ
た

こ
と
も

予
想

さ

れ
る
。

こ
う

し

た
点

に

つ
い
て
検
討

す

る
た

め
、
さ
ら

に
鹿
、
猪

に

つ
い
て

の
狩
猟
記
事

の
分
析
を
試

み
る

こ
と

と
し
た
。

 

上
述

の
よ

う

に
古

代
王

権

に
お

い
て
狩

り

と
は
、
権

力
者

の
示

威
行

為

そ

の
も

の
で
あ

っ
た

と
推

測

さ
れ

て
き

た
。

ま
た
、

「
祈

狩
」

と
称

す

る

ト

占
行
為

が
特

に
戦

い
の
前

な

ど

に
意
識

さ

れ
、
勝
敗

の
行

方
を

知

る
上

で

「
良

き
獣
」

を
捕

獲

す
る

こ
と
が

王
者

の
力

を
示

し
、
勝

利

を
予
祝

す

る
も

の
で
あ

っ
た

と
解
釈

さ

れ
て

い
る
。

そ

の

「
良

き
獲
物

」

が
鹿
、

猪

の
う

ち
、
ど

ち
ら

で
あ

っ
た

か
と

い
う

こ
と

は
、
当

時

の
意

識

を
探

る
上

で
重
要

な
要
素

で
あ

る

と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。

 

記
紀

な
ど

の
狩
猟

記
事

を

ま
と

め
た

も

の
が
表

二

で
あ

る
。
古

事
記

に

お

い
て
、

大

国
主
神

(紀

・
大

国
主

命
)

が
兄

弟

に
だ
ま

さ
れ
赤

猪

の
形

を
し

た
大
石

で
死

ぬ
話

(古
事

記
上

巻

 
大

国
主
神

の
段

)
や
、

記
紀

で

の
、
香

坂
王

(紀

・
塵

坂

王
)

と

忍
熊

王
と

が
神
功
皇

后

に
反
旗

を
翻

し

た
と

き
祈

狩

の
対
象

と

し
た
獣

(古

事
記

中
巻

 
仲

哀
記

・
日
本

書
紀

巻

第

九
 

摂

政

元
年

二
月

条

)
、
あ

る

い
は
古

事

記
中

巻

の
宇
遅

能
紀

郎

子

を
殺

そ
う

と
し

て
大

山
守

命

が
軍
勢

を
起

こ
し
た

と
き
、

大
山
守

命

が
狩

り

の
対

象

と
し

た
獣

な

ど

(古

事

記

中

巻

・
応

神
記

)
、

こ
う

し
た

「
祈

狩
」
の
対
象

の

ほ
と

ん
ど

は
猪

で
あ
り

、
鹿

は

い
わ
ゆ

る

「
薬
猟

」
と

い

っ
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た

や
や
時

代
的

に
新

し

い
記
事

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
、

こ
れ

ま

で
指

摘

さ
れ

て
き

た
ほ

ど

に
、
鹿

は

王
者

の
狩
猟
対

象

と
は

い
え
な

い
の

で
あ

る
。

 

こ

う
し

た
記

事

か

ら
推

測

で

き

る

の
は
、
「
荒

ぶ

る
し

し
」

を
屈

服

さ

せ

る

こ
と
、

つ
ま

り
猪

を
狩

る

こ
と
が
、

王
者

の
力
を
誇

示

す

る
こ
と

で

あ

り
、

そ
う

し
た
狩

り

を
戦

の
前

に
行

っ
た

「祈

狩
」

に
お

い
て
は
、
猪

が

そ

の
対

象

と
し

て
認

識

さ
れ

て

い
た

と
考
え

ら
れ

る

の
で
あ

る
。

先

に

平

林

が
指

摘

し

た
よ

う

な

「
神

々
し

い
鹿

」

に
対

し

て
、

「
猪

は
負

の
価

値

を
象
徴

」

し

て

い
る
と
し

た
解
釈

や
、
儀

礼
的

狩
猟

に
お

い
て
は
猪

で

は
効
果

が
無

く
、
鹿

で
あ

る
必
要

が
あ

っ
た

と
す
る
見

解

は
、

こ
う
し

た

記
紀

の
記

述

か
ら

は
裏
付

け

る

こ
と
は

で
き
ず
、

む
し

ろ
否

定
的

に
捉

え

る
必
要

の
あ

る

こ
と
を

示
し

て

い
る
と

い
え
よ

う
。

 

こ

の
よ
う

な
鹿

と

「
狩
猟

」

と

い
う
図

式

は
、

こ
れ
ま

で
言

わ
れ

て
き

た
よ
う

に
強

固
な
関

係

と

は
言

い
難

い
こ
と
が

明
ら

か
と

な

っ
た
。

こ
う

し
た
記
紀

な

ど

の
文
献

の
分

析
を
踏

ま

え

て
、

次
章

で
は
考

古
学

的

な
分

析

を

と

お
し

て
、

「
稲

作
」

と

「
狩

猟
」

と

い
う

図
式

に

つ

い
て
検

討

を

試

み

る

こ
と
と

し
た

い
。

三
 
考
古
学
的
資
料
か
ら
み
た
古
代
の
鹿
と
猪

 

こ
れ
ま

で
の
考
古

学

、
歴

史
学

に
お
け
る
鹿

・
猪

の
解
釈

は

、
国
文

学

に
お
け
る
鹿

重
視

の
解

釈

と

の
相

互
的

影
響
関

係

の
な

か
で

は
ぐ
く

ま
れ

て
き

た
も

の
と

い
う

こ
と

が

で
き
る
。

と
く

に
、
鹿

と

「稲

作

」
と

い
う

関

わ

り

に
お

い
て
は
、

ま

っ
た

く
記
紀

の
記
事

に
お

い
て
指

摘

さ

れ
た

こ

と
を

そ

の
根

拠

と
し

て
用

い
て

い
る
。

そ

こ
で
、
本

稿

で
は
考

古
資

料
を

用

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

縄
文
時

代
以

降

の
動
物
利

用

と
そ

の
解
釈

の
再

評
価

を
行

い
、

稲
作

と
狩

猟

と

い
う

キ
ー

ワ
ー
ド

を
軸

に
、

そ

の
構
図

の

蓋
然

性

を
考

え

て
み
た

い
。

 
稲

作

が
行

わ

れ
た
弥
生

時
代

に
は

、
縄
文

時
代

に
見

ら
れ

た

よ
う

な
土

偶

な

ど

の
形

象
的

な
も

の
は

ほ
と
ん

ど
姿

を
消

し
、
銅

鐸
や

土
器

な

ど

の

絵

画
資
料

が
豊

富

と
な

る
。

こ
う
し

た
絵
画

の
研
究

は
盛

ん

に
行

わ

れ

て

お
り
、

弥
生

土

器

の
絵
画

研
究
史

に

つ
い
て
は
、

春
成

秀
爾

の
論

考

に
詳

し

い
。

近
年

で

は
分
析

数
も
増

え
、

具
象
的

絵
画

だ

け
で
な

く
記

号
文

と

の
比
較

に
よ
る
分

析
も
行

わ

れ
始

め
て

い
る
。
な

お
今
後

、

鹿
、

猪

を
生

物

学
的

意
味

で
言

及
す

る
際

は
、

カ
タ

カ
ナ
を
用

い
る
も

の
と

す
る
。

 

図

二

(表

三

)
は
、

春
成

に
よ

る
分
析

を
ま

と
め

た
も

の

で
あ

る
。

ま

ず

、
弥

生
式

土
器

の
絵
画

の
う
ち
、
鹿

と
猪

の
二
者

の
み
を

抜

き
出

し

て

比

較

し
た
グ

ラ

フ

で
は
、
実

に
九
十

%
以
上

が
鹿

で
あ

り
、

猪

は
ご

く
僅

か
で

し

か
な

い
こ
と
が

分

か
る
。
時

期
的

に
は
弥

生
時

代
全

般
、

日
本

全

域

を
対

象

と
し

た
も

の
で
、
地

域
的

な
偏
差

は
今

回
考

慮

し

て

い
な

い
。

春

成

に
よ

る
と

、
土

器
絵
画

の
盛
期

は
考
古

学
的

に

い
う

W
期

、

つ
ま

り

弥

生
時

代
中

期

に
あ

た
る

と

い
う
。

 

次

に
絵
画

資

料

の
も
う

一
方
、
銅

鐸

に
移

り

た

い
。

図

二

に
見
ら

れ

る

よ
う

に
、
鹿

と

猪

の
比

率

は
四
対

一
で
圧
倒
的

に
鹿

が
多

い
と

い
う

結
果

で
あ

っ
た
。

た

だ
、
地

域
的

に

は
銅

鐸

の
分
布

が
西

日
本

か
ら
東

海

を
中

心
と

し
た

も

の

に
な

る
た

め
、
日
本

列
島

全
体

を
示

す
傾
向

で
は

な

い
。

 

春

成

は

こ
う

し

た
画
意

に

つ
い
て

の
検

討
を

行

い
、
そ

の
描

写

に

お

い

て
鹿

の
角

が
欠

失

し
て

い
る
こ

と
か
ら
、

人
間

に
害

を
与

え
な

い
と

い
う

象

徴

的
意
味

が

あ

る
と
し
、

土
地

の
精
霊

的
地

位

に
あ

っ
た

と
し

た
。

ま

た
、

鹿

の
角

が
初

夏

に
生

え

は
じ
め
秋

に
完
成

す

る

こ
と
が

、
稲

の
生

長

と
同

視

さ
れ
、
弥
生

農
耕

社
会

に
お
い
て
神

聖
視

さ
れ
る
こ
と

に

つ
な
が

っ
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た
と

し
て

い
る
。

 

こ
の
よ
う

な
解
釈

は
、
春

成
が
播

磨
国

風
土

記

の
記
事

を
取

り
上
げ

て
、

鹿

が
土

地

の
精
霊

と
し

て
認
識

さ
れ

て

い
た

こ
と
を

主
張

す

る
よ
う

に
、

考

古
学

研
究
者

が
前

提

と
し

て
鹿

11
稲

作

と

い
う
固
定

的

図
式

を
そ

の
ま

ま
受
容

し

て

い
る
こ
と

を
示

し
た
結

果

と

い
う

こ

と
が

で
き

る
。

佐

原
真

は
、
銅

鐸

に
描

か
れ
た
鹿

に
お

い
て
角

を

は
や

し
た

も

の
が
少

な
く
、

土

器

の
絵

画

で
は
角

を
持

っ
た
も

の
が
多

い
と

い
う
事
実

か
ら
、
銅

鐸

に

は

牝

鹿

を
描
き

、
土
器

に
は
牡
鹿

を
描

い
た

と
し

、
加

え

て
銅

鐸

の
絵

画

に

お
け

る
鹿

、

猪
を
対

比
的

に
分

析
し

、
画
題

と

し

て

シ
カ

が
多

い
こ
と
を

指

摘

し

て

い
る
。

そ

し

て
記
紀

伝

承

に
お

け

る
鹿

の
あ

り
方

か

ら
、

「
古

代

に
お

い
て
は
、
神

・
地

霊

と
し

て
、
そ

の
従
者

・
使

い
と
し

て
、

田
を

あ
ら

す
害

獣

の
代
表

、

田
を
あ

ら
す

悪
霊

の
象
徴

と
し

て
、

シ
カ
は

イ

ノ

シ
シ
よ
り
も

大

き
な
位
置

を

し
め

て

い
た

の
で
あ

る
」
と
指

摘

し
、
銅

鐸

画
題

に

お
け

る
鹿

の
優
勢

を
考
慮

す

る
な

ら
、

こ
う

し
た

記
紀

の
思

想
的

母
胎

が
弥
生
時

代

に
さ

か

の
ぼ
る
可
能

性

を
否
定

で
き
な

い
と
し
た
。

 

こ
う
し
た
絵

画
資

料

を
解
釈

す

る
際

に
は
、

そ

の
絵

画

が
何

を
描

い
た

も

の
な

の
か
と

い
う
、
対

象

の
比
定

が
、

最
も

重
要

且

つ
困
難

な
課

題

で

あ

る
と

い
え

る
。
例

え
ば

、
銅

鐸

の
絵

画

の
場
合

、

三
頭

の

四
足
動
物

と

ク

モ
と
さ
れ

る
絵

に

つ
い
て
、

四
足

動
物

を
三

人

の
人
が

田
草

取
り

を
し

て

い
る
図

で
あ

る
と
し

た
り
、

猪

で
あ

る
と
す

る

な
ど
多

種
多

様
な

見
解

が
生
じ
る
可
能

性
が
あ
る
。
こ
う
し

た
多
様

な
解
釈

が
可
能

な
資
料

に
よ

っ

て
鹿

と
稲
作

と

い
う

図
式

が
実

証

さ
れ

る
こ
と

に
な

る

の
は
あ

ま
り
蓋

然

性

の
あ
る
も

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
。
か
り
に
何
ら

か
の
象
徴

性
を

鹿
が
持

っ

て

い
た
な

ら
ば
、
儀

礼

な
ど

の
場

で

の
役

割
を

果

た
し

て

い
た
何
ら

か

の

痕
跡

が
あ

っ
て

し
か

る

べ
き

で
あ

る
。

こ

の
点

に

つ
い
て
は
、

辰
巳

和
宏

が

岡

田
精

司

の
指
摘

し
た
高

殿

に
お

け
る

「鹿

鳴
聴

聞
」
儀

礼

に

つ
い
て
、

土

器
絵

画

の
モ
チ

ー

フ
か
ら
妥
当

性

を
論

じ
、

そ

の
関
係

性

を
示

唆
す

る

も

の
の
、
決

定
的

な
も

の
と

は
必
ず

し
も

い
え

な

い
。

こ
う

し

た
鹿

の
神

聖

性

を
指
摘

す

る
根

拠

と
し

て
取
り

あ
げ

ら
れ

た
も

の
と

し

て
は
、
絵

画

の
他

に
ト
骨

が
あ
げ

ら

れ
る
。

 

魏
志

巻

三
〇

・
東

夷
伝

・
倭

人
条

に

 

 

そ

の
俗
學

事
行

來

に
、
云
爲

す

る
所

あ
れ
ば

、
輯

ち
骨

を
灼

き

て
ト

 

 

し
、
以

て
吉

凶
を
占

い
、

先
ず

ト
す

る
所

を
告

ぐ

(
以
下
略

)

 

と

あ
る

よ
う

に
、

弥
生

時
代

の
倭

に

お

い
て
、
獣
骨

を
灼

く

こ
と

で
吉

凶
を
占

う
呪

術
的
行

為

は
事

を
行

う

際
、
最

高

の
神
事

で
あ

っ
た
。

こ

の

際

、
使

用

さ
れ

た
骨
や
亀

甲
を

ト
骨

、
ト

甲

と
呼

ぶ
。

中
国

般

周
代

の
甲

骨

文
字

は

ま
さ

に
そ

の
ト

甲

に
彫
ら

れ
た
文

字

で
あ

る

の
は
周
知

の
如

く

で
あ

る
。

こ
う

し
た
ト
骨

は

日
本
各

地

の
遺

跡

か
ら
数

多

く
出
土

し

て

お

り
、
古

事
記

上
巻

天
之

石
屋
戸

の
条

に

「
天
香

山

の
真

男
鹿

の
肩
を
内

抜

き

て
、

天
香

山

の
天

の
波

波

迦

を
取

り

て
、
占

合

ひ
麻
迦

那
波

し

め

て

(以

下
略

)
」

と
あ

る
こ

と

か
ら
、

一
般

に
は
鹿

の
肩

岬

骨

を
も

ち

い

る

「
鹿

卜
」

が
知

ら
れ

て
き
た
。

 

神

沢
勇

一
は
近

年
、

こ
う

し
た
ト

骨
、

卜
甲

の
類

を
集
成

し

型
式
分

類

を
試

み
た
。

そ

の
集

成

を
グ

ラ

フ
化

し

た

の
が

図

三

(表

四
)

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

る
と
弥

生
時
代

に
あ

っ
て
は
、

確

か

に
シ
カ
類

の
骨

が
約

六
十

%

と
高

比
率

を
示

し

て

い
る
が
、

イ
ノ

シ

シ
類

も
全
体

の
約

二
十

%

と

い

う

割
合

を

示
し

て

い
る
。

つ
ま
り
弥

生
時

代

に
は
猪

の
肩
脾

骨

も
ト

骨
と

し

て
使
用

さ
れ

て

い
た

の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
弥
生

時
代

に
お

い
て
、

鹿

と
猪

の
双
方

が
ト
占

に
使

用
さ

れ

て

い
た

こ
と

は
、

こ
の
両

者
が

こ
う

し
た

神
事

に
ふ
さ
わ

し

い
媒
介

、

つ
ま

り
依

り
代

と
し

て
認

識

さ

れ
て

い
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た

こ
と
を

示
し

て

い
る
と
解
釈

で
き
る
。

定
量
的

な

差
異

を
、
当

時

の
重

要
性

の
軽
重

と

し
て

と
ら
え

る

こ
と
も

で
き

る
が
、

こ

の
よ
う

な
結

果

は

猪

の
神
格

性
を
全

く
否

定

す
る

こ
と
が

で
き

な

い
と

い
う

こ
と
を
示

し

て

い
る
。

つ
ま
り

一
律

に
鹿

の
神
性

を
述

べ
る

こ
と

の
問
題

を
示

唆

し
て

い

る

と

い
う

こ
と

が
で

き
る
。

 

ま
た
、

弥
生
時

代

の
西

日
本

に
お

い
て
は
、

イ

ノ

シ
シ
類
、

あ

る

い
は

ブ
タ

の
下

顎
骨

に
穴

を
あ
け

た
事
例
が
数

多
く
存

在

し
、
懸
架

す
る
と

い

っ

た

儀
礼

的
行

為

の
存

在

が
指

摘

さ

れ

て

い
る

(図

四
)
。

春

成

は
そ

れ

ら

を
集

成
し

、
日
本

で

は
弥
生
時

代
前

期
前

半

か
ら
後

期
後
半

ま

で

の
西

日

本

一
帯

に
、

こ
う
し

た
出
土
例

が

分
布

し

て
い
る

こ
と
、

そ
し

て
中

国
大

陸

に

お

い
て
は

こ
う

し
た

日
本

の
よ
う

な
事
例

は
稀

だ

が
、
死

者

に
ブ

タ

の
頭

骨
を
副

葬

す
る
習

俗
が
存

在

す
る

こ
と

な
ど

か
ら
、

邪
霊

を
防

ぐ

た

め

の
辟
邪

の
習
俗

で
な
か

っ
た

か
と
結
論

し

た
。
西

本
豊

弘
も

同

じ
く
下

顎

骨

の
習

俗

に

つ
い
て
言
及

し
、
解

体
痕

な

ど

か
ら

み
て
、

そ

の
扱

い
方

が

縄
文
時

代

の
イ

ノ
シ

シ
類

と
異

な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら
、
穿

孔

を
受

け

た

骨

の
う
ち
の
多
く

が
、
ブ

タ
で
あ

る
可
能

性

の
高

く
、
稲
作

文
化

に
伴

っ

て
日
本

に
も
た

ら
さ

れ
た
儀

礼
行

為

で
は
な

か

っ
た

か
と
す

る
説

を
展
開

し

て

い
る
。

な

お
、

こ
う

し
た
加

工
痕

を
持

つ
の
は
イ

ノ

シ
シ
類

に
限

ら

れ

、

シ
カ
類

に
は
そ
う

し

た
事
例

は
な

い
。

 

こ
う

し
た
事
例

を

ど

の
よ
う

に
解
釈

す

べ
き

か
に

つ
い
て
は
、
今

後
議

論

を
重

ね
て

い
く
必
要

が

あ
ろ
う

が
、
先

に
取
り

あ
げ

た
日
本

書
紀

巻

第

二
、
天
智

天
皇

三
年

一
二
月

条

に
あ

る
、
猪
槽

に
稲

が
生

え

た
と

い
う

説

話

や
、
山
城

国
風

土
記

の
逸

文

に
あ

る
、

猪

の
頭
部

を
被

っ
た
祭
儀

を

示

唆

す

る
記

事
な

ど

は
、
猪

に
よ

る
儀
礼

が
古

代

に
存

在

し

て

い
た
こ

と
を

示

唆

し
て

い
る
と
思

わ

れ
る

の
で
あ

る
。

 

こ
う
し

た
記
事

や
弥
生

時
代

に
お
け

る
猪
、
豚

の
下

顎
骨

の
事

例

を
考

慮

す

る
な

ら
、
猪

が
稲
作

な

ど

に
も
関

わ
る

よ
う
な
儀

礼

に

お

い
て
、
何

ら

か

の
象

徴
的
役

割

を
果
た

し

て

い
た

と
考

え
る

こ
と
も

で

き
る

の

で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

そ

れ
が
辟

邪

で
あ
れ
稲

作
儀

礼

で
あ

れ
、
弥

生
時

代

に

は
、
鹿

だ

け

で
な
く
、
猪

に
た

い
し

て
も

何

ら

か
の
神

聖
性

が

意
識

さ

れ

て

い
た

こ
と

は
否

定

で
き
な

い
も

の
と
考

え

ら
れ

る

の
で
あ

る
。

 

次

に
鹿

と

「狩

猟
」

と

い
う
図
式

に

つ
い
て
検
討

し

て
み

た

い
。

春
成

は
先

頃
発

表

し
た
論
考

に
お

い
て
、
今

回
図

二

で
も
と

り
あ
げ

た

が
、
古

墳
時
代

の
円
筒
埴

輪

に
描

か
れ
る
画

題

と
し

て
鹿
が

多

い
こ

と

に
言

及

し

て

い
る
。

そ

の
意

味

と
し

て
、

記
紀

の
記

事

よ
り
鹿

が
王
者

の
狩

る

べ
き

動
物

で
あ

っ
た
こ
と

を
論

証

し
、

そ

の
神

聖
性

が
あ

っ
た
こ

と
を
指

摘

し

て

い
る
。

こ
こ
で

の
王
者

の
狩

猟

と

い
う
視
点

は
ま
さ

し
く
、

文
献

に
基

づ

く
考

え
方
を
踏

襲

し
た
も

の

と

い
え

よ
う

が
、
先

に
述

べ
た
よ

う

に
、

必
ず
し
も
鹿

の
み
が
王
の
狩
猟

の
対
象

と
は
記

紀

の
記
事

か
ら
は

い
え
な

い
。

 

そ

こ
で
考
古
資

料

か
ら
狩

猟

の
実

体

に

つ
い
て
再

検
討

し

て

み
た

い
。

時
代

は
遡

る

が
、
ま
ず

縄
文

時
代

の
シ
カ
、

イ

ノ

シ
シ
類

に

つ
い
て

は
、

西

本
豊
弘

に
よ
る
論
考

に
詳

し

い
。

そ

の
中

で
西
本

は
、

縄
文

時

代

に
お

い
て
出
土

し

た
動

物

骨

の
う

ち

シ
カ
、

イ

ノ

シ
シ
類

が
平

均

し

て
約

七
十

七

%
を
占

め

る

こ
と

を
明

ら
か

に
し
、

シ
カ
、

イ
ノ

シ
シ

の
比

率

が

ほ
ぼ

拮
抗

し

て

い
る

こ
と
を
指
摘

し

た
。

こ

の
傾

向

は
、
時
空

間
的

に
大

き
な

偏

り

の
あ
る

も

の
で
は
な

く
、

日
本
列

島

の
大
部

分

に
共
通

し
た

様
相

と

い
え
る

よ
う

で
あ

る
。

つ
ま
り

、
縄
文

時
代

に
お

い
て
は
、

シ

カ
と

イ
ノ

シ
シ

は
同

程
度

の
出

土
量

を
示

し
て

お
り
、

狩
猟

対
象

と
し

て
同

じ
よ

う

な

位
置

づ

け

に
あ

っ
た
も

の
と
解

釈

す

る
こ

と
が

で
き
、

か

つ
双
方

ほ
ぼ

偏

り

な
く
捕

獲

さ
れ

て
い
た

と
考
え

る

こ
と
が

で
き

る
だ

ろ
う
。
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し

か
し
、
弥

生
時

代

に
あ

っ
て
は
様
相

が

一
変

す
る
。
松

井
章

は

、
大

阪
府

の
亀

井
遺

跡

の
例

よ
り
、

イ

ノ

シ

シ
類

が
動
物

骨

の
五
十

七
%

を
占

め

る
の

に
対

し
、

ニ
ホ

ン
ジ

カ
類

は
約

三
十

五
%

と
約

二
十
%

も

の
差
が

あ

る
こ
と
を
指

摘

し
た
。

こ
の
よ

う
な
傾

向

は
弥
生

時
代

の
遺
跡

に
平
均

的

に
見

ら

れ
る
も

の
と

さ
れ

る
が
、

分
析

対
象

が

西
日
本

か
ら
中

部

地
方

に
偏
在

し

て

い
る

た
め
、

東
北

地
方

な

ど
他

の
地
域

の
傾
向

を
検

討

す

る

余
地

は
あ

る
だ

ろ
う
。

い
ず

れ

に
せ
よ

シ
カ
類

が

イ

ノ
シ

シ
類

に
対

し

て

比
率
的

に
少

な
く

な
る
点

は
否

定

で
き

な

い
。

西
本

は
、

こ
う

し
た
変

遷

に

つ
い
て
縄
文

と
弥

生

の
動
物

観

と

い
う
視
点

か
ら
言

及
し

て

い
る
。
弥

生
時
代

に
イ

ノ

シ
シ
類

の
割
合

が
高

ま

っ
た
大

き

な
理
由

を
、

い
わ

ゆ

る

ブ

タ
を
家
畜

と
し
、

野
生

の
イ

ノ
シ

シ
類

と

は
別
種

の
存

在
価
値

を

認
識

し

て

い
た
た

め
と

し

て
、

大
分

県

の
下

郡
桑
苗

遺
跡

や
愛

知
県

の
朝

日
遺

跡

の
事

例

に
見

ら

れ
る

よ
う

に
、
家

畜
ブ

タ

六
、

野
生

イ
ノ

シ
シ

ニ
、

シ

カ

ニ
と

い
う
割

合

が
認

め
ら

れ
た

り
、
ブ

タ

の
下
顎

骨

に
穿

孔

を
加

え

る

な
ど

の
事
例

は
そ

の
証
左

で
あ

る

と
し

た
。

そ
し

て

こ
う
し
た
変

化

は
大

陸

か
ら

の
稲
作

伝
来

と
共

に
あ

っ
た
と

さ
れ

る
、

人
間

の
移
動

が
要

因

と

し

て
あ
る

と
想

定

し
た
。

こ
の
点

は
狩
猟

と
直

接

に
結
び

つ
く

も

の
で
な

い
の
で
こ

れ
以
上

は
言

及
し

な

い
が
、
家

畜

と
し

て

の
ブ

タ

の
存

在

が
、

猪

の
認

識

に
与

え

た
影
響

は
考

慮

す

る
必
要

は
あ

る
だ

ろ
う
。

こ
う

し

た

弥
生
時

代

で
の
鹿

の
狩
猟

比
率

の
減

少

に

つ
い
て
、

春
成

は
鹿

に
対

す

る

狩
猟
規

制

の
存

在

を
指
摘

し

て

い
る
が

、
そ

の
妥
当

性

に

つ

い
て

は
議
論

の
余
地

が
あ

る
。

 

こ
こ
で
古
墳

時
代

の
造

形
資

料

と
し

て
有
効

な

形
象
埴

輪

の
集
計

に

つ

い
て
言

及
し

た

い
。

先

ほ
ど

の
図

二

に
併

せ
て
試

み
た

の

で
参

照
頂

き

た

嘔
。
代

表
的
事

例

を
中
心

と

し
た

現
時
点

の
デ

ー
タ

で
あ
る

た
め
、

一
定

の
傾

向

を
示

す
も

の
と

し

て
ご
覧

頂

き
た

い
が
、
管

見

に
触

れ

た
限

り

に

お

い
て
は
、
猪

の
モ
チ

ー

フ

の
方

が
多

い
結

果
と
な

り
、
鹿

そ

れ
ほ

ど
多

く
は
な

い
。
鹿

角

な
ど
細

部

の
製

作

に
お

い
て
高
度

な
技
術

が
要

求

さ
れ

る
こ

と
が
、
数

の
少

な

い
理

由

と
し

て
あ

る
の

か
も

し
れ

な

い
が
、

こ
う

し
た
埴
輪

は
古

墳

に
装
飾

さ
れ

る
意
味

と
し

て
、
被
葬

者

の
日
常

の
生

活

を
表

し

た
も

の
と

一
般
的

に
は
解

釈

さ
れ

て

い
る
。

し
た

が

っ
て
古
墳

時

代

に
は
、
鹿

で

は
な
く
猪

を

狩

る
と

い
う
意
味

の
方

が
古
墳

の
被

葬
者

達

に
と

っ
て
重
要

な

こ
と

で
あ

っ
た
と
推

測
す

る

こ
と
も
可
能

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

王
者

の
狩

の
役

割

と

し
て
示
威

行

為
を
中

心

に
考

え

る
な

ら
、

記
紀

の
伝

承

に
お
け

る
記
述

に
合

致

す
る

の
は
、
猪

口
王
者

の
狩

る

べ
き

も

の
と

い
う

図
式

で
あ

る

と
筆
者

は
考

え

る
。

 
今

回
、
資

料

操
作

に

お

い
て
弥

生

時
代

の
絵
画

を
、

「
稲

作
」

に
、

古

墳
時

代

の
絵

画
な

ど
を

「
狩

猟
」

に
た

い
す

る
分
析

に
用

い
る
な
ど
、

も

う
少

し

歴
史
的

側

面
を
考

慮

す

べ
き

で
は
な

い
か
と

い
う
問

題

も
生

じ

る

が
、

「稲

作

」
、

「
狩

猟
」

と

い
う

二

つ

の
側

面

に
お

い
て
、

こ

れ
ま

で
歴

史

学
や
考

古

学

で
指

摘

さ

れ
て

き
た
図

式
が

、

一
面

的
な
解

釈

に
よ

っ
て

偏

っ
た
も

の
と
な

っ
て

い
た
可
能

性

を
指
摘

す

る
こ
と
は

で
き

た
と
思

わ

れ
る
。

既
存

の
図
式

に
当

て
は

め
よ
う

と

し
た
結
果

、
全
体

と
し

て
の
動

物

観

の
把

握

が
等

閑
視

さ

れ

て
き
た
感

は
否

め
ず
、

そ
う

し
た
解

釈

の
結

果
、
鹿

に
対

す

る
偏
重

し

た
見
方

が
生

じ

た
も

の
と
考
え

ら

れ
る
。
今

回

と
り
あ
げ

た
結
果

か

ら
推
察

す

る
な

ら
、
鹿

と
猪

で
は
ど

ち
ら

も
同

じ
様

な
解
釈

を
行

え

る
要
素

を
内

包

し

て
お
り
、

稲
作

と

の
関

わ
り

に

つ
い
て

は
、
鹿

と

の
関
係

性

が
強

い
こ
と
を

否
定

で
き
な

い
に
し

て
も

、
狩

猟

と

い
う
点

で

は
必
ず

し

も
王
者

の
狩

る
も

の
は
鹿

で
あ
る

と

い
う

図
式

に
納

め
き

る
も

の

で
は
な

い
と

い
え

る
。
ま
た
、
神

聖
性

と

い
う

点

に
し

て
も
、
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そ
れ
が
儀

礼

的

な
側

面

で

の
役

割

と
し

て

の
意
味

な

ら
ば
、

卜
骨

な

ど

に

象

徴

さ
れ

る
よ
う

に
少

な
く

と
も
弥

生
時

代

に
は
猪

も
同
様

の
役

割

を
果

た
し

て

い
た
も

の
と
考

え
ら

れ
、
鹿

の
み

の
神

聖
性

を

い
う

こ
と
は

で
き

な

い
も

の
と
考

え
ら
れ

る

の
で
あ

る
。

四
 
古
代
研
究
に
お
け
る
多
義
的
解
釈
の
必
要
性

 

古
代

の
人

々
が
持

っ
て

い
た
動
物

に
対

す

る
認
識

を
探

る
と

い
う

こ
と

は
、
現
実

に
は
非
常

に
困

難

な
課
題

で
あ

る
。
今

回
取

り
上

げ

た
よ
う

に
、

こ
れ

ま

で
指

摘

さ
れ

て
き
た

鹿
と

「
稲
作

」
の
関

係
性

に

つ
い
て
は
文

献
、

考

古
資

料

な
ど
多
様

な
資

料
解

釈

か
ら

も
否
定

的
側

面
を

見

い
だ
す

こ
と

は
で

き
な

い
も

の
の
、

猪

に
も
鹿

と
同

じ
よ
う

な
関
係

要
素

を
指

摘

す

る

こ
と
も

で
き

、
鹿

の
み

に
焦
点

を
絞

る

こ
と

の
危
う

さ
を
指

摘

す
る

こ
と

と
な

っ
た
。

こ
れ
ま

で
国
文

学
や
歴

史
学

、
考

古
学

な
ど
古

代

を
扱

う
学

問

で

の
見
解

と

し
て
、
鹿

と

い
う
存

在

が
大

き
く

と
り
あ
げ

ら

れ

て
き
た

が
、
今

後

は
猪

に

つ
い
て
も

、
再
度

検
討

す

る
必
要

が
あ

る
と

い
え
る

の

で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

 

ま

た
、
鹿

と

「狩

猟

」

の
関
係

は

こ
れ
ま

で
言

わ
れ

て
き
た

ほ
ど
古

く

か
ら
密

接
な

も

の
で
あ

っ
た

の

で
は
な

く
、
弥

生
時

代
以

降

い
く

つ
か

の

外

的

な
影
響

を
受

け
、
変

化

し
混
同

さ

れ

て
き
た
も

の
と
考
え

ら

れ
る
。

例

え
ば

、
鹿

が

王
者

の
狩

る
対
象

で
あ

る

と
す
る
意

識

は
、
埴

輪

な
ど

の

モ
チ

ー

フ
で
見

る
限
り
古

墳

時
代

に
は
盛

ん

で
は

な
か

っ
た
も

の
と
推
定

さ
れ
、
記

紀

の
記

述

か
ら
も

お
そ
ら
く
は
狩

猟

に
は
関

わ
り
を
持

た
な
か

っ

た
と
考

え
ら

れ

る
。

む

ろ

ん
、
土
地

を
占

有

す
る
際

の
象

徴
的

な
行

事

と

し

て
の
狩
り

が
存
在

し
た

と
す

る
な

ら
、
鹿
が

そ

の
意

味
を

も

つ
こ
と

は
、

鹿

の
血

に
よ
る

田
作

り
な

ど

か
ら
も
否

定

は
で

き
な

い
。

し

か
し
、

記
紀

に
み

る
鹿

の
狩
猟

に
は

具
体
的

記
述

が
見

ら
れ
ず

、
猪

が
中

心
的

役
割

を

果

た
す

祈
狩

の
記

事

の
ほ
う

が

顕

著

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
、

当

時

の

「
祈
狩

」

の
対
象

で
あ

っ
た

と
考

え
ら

れ
る

の
は
、
猪

で
あ

っ
た
と
記

紀

の
記
述

か
ら

も
推
定

す

る

こ
と
が

で
き

る
の

で
あ

る
。

 

加

え

て
、

大
陸

の
高
句

麗

で
は
鹿

、
猪

が
共

に
、
王

者

の
狩

る
も

の
と

さ
れ

て

い
た
よ
う

で
、

そ

の
習

俗

が
日
本

に
伝

え
ら

れ
た

と
き
、

鹿

を
狩

猟

対
象

と
す

る

「
薬
猟

」

に
変

質

し
た

と
す

る
杉

田

の
説

は
じ

つ
に
示
唆

的

で
あ

る
。

つ
ま
り
日
本

に
薬

猟

が
渡

っ
て
き

た

の
は
、

そ

の
記

事

が
日

本

書
紀

に
お

い
て
散
見

さ
れ

る
、
高

句
麗

や
中

国
な

ど
大
陸

の
思

想
的

要

素

が
流

入

し
た
推
古

朝

以
後

の

こ
と
と
考

え
ら

れ

る
。

し

た
が

っ
て
歴
史

的

に
は
、
鹿

が
大

王

の
狩

猟

の
対
象

と

な

っ
た

の
は
実

は
新

し

く
、

飛
鳥

時

代

以
降

に
薬

猟
が
流

入
し
た
こ
と

に
よ

っ
て
、
王
者

の
狩

る
対
象

と
な

っ

た

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

そ
う

し
た
鹿

を
狩

猟

の
対

象

と
す

る
意
識

が

生

じ

た
結
果

、
古

事
記

と
日
本

書
紀

の
記

事

に
お

い
て
、
鹿

と
猪

の
現
れ

る
頻
度

や
内

容

に
差

が
生
じ

る
こ
と
と
な

っ
た
と
推

定
さ
れ

る

の
で
あ
る
。

 

こ
の
よ
う

に
猪

に
た

い
す
る
意
識

と
鹿

に
対

す

る
意

識

が
、
中

国

大
陸

あ

る

い
は
朝

鮮
半

島

で

の
儀
礼

や

思
想

の
導
入

に
と
も
な

っ
て
変

化

し
、

混
合

が
行

な
わ

れ

て

い

っ
た
可
能
性

は
十

分
考
慮

さ
れ
る

べ
き

で
あ

る
。

こ
う

し
た
意

識

下

の
歴
史

的
変

遷

に

つ

い
て
は
、
今
後

更

に
検

討
す

る

こ

と
が

必
要

と
考

え
ら

れ
る
が

、

こ
こ

で
は
論

じ
き

れ
な

い
た

め
そ

れ
を
指

摘

す

る

に
と
ど

め

て
お
き

た

い
。

 

こ
う
し

た
鹿
、

猪

に
関

わ
る
認

識
を
把

握

す
る

こ
と
は
、

単

に
古

代

の

動
物
意

識

を
明

ら

か
に
す

る
だ
け

で
な

く
、
過

去

の
時

代

の
文

化
的

・
社

会
的

構
造

を
明

ら

か
に
す

る

こ
と

で
も

あ

る
。

し

た
が

っ
て

そ

の
実

践

に

あ

っ
て
は
、

さ
ま
ざ

ま
な
資

料

の
持

つ
多
義
性

を
捨

象

せ
ず

、
多
様

な
解
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釈

を
検

討

す
る
必

要
が

あ

る
。

こ
れ

ま
で
も

学
際
的

な

研
究

の
あ

り
方
が

さ
ま
ざ

ま

に
指

摘

さ

れ
て

き
た
が

、
結

局
そ

の
相

互
関
係

が
う

ま
く

い
か

な
か

っ
た
背
景

に
は
、
各

分

野

の
研

究
者

が
既

存

の
観
念

か
ら

離
れ

ら
れ

ず

、
別

の
側

面

か
ら

の
解

釈

を
等
閑

視

し

て
き
た

こ
と

が
あ
げ

ら
れ

る
。

こ
う
し
た
重
層

的
な

人
間

の
意
識

や
文
化

の
構
造

を
再

構
成
す

る
上
で
は
、

多

様
な
解

釈

を
抽
出

し

、
総
合

し

て

い
く
作
業

が

不
可
欠

で
あ

り
、

研
究

者

の
柔

軟
な
意

識

と
積

極
的

な
行
動

が
今

後
求

め
ら
れ

る

と

い
え

る
だ

ろ

う
。

こ
れ

ま
で
国
文

学

の

み
な
ら
ず

、

歴
史
学

、
考

古
学

の
各

学
問

は
、

こ
と
鹿

と

い
う
動
物

に
対
し

て

の
み
意
識

し

す
ぎ

た
き

ら

い
が
あ

る
。
多

様

な
解

釈
を
総

合
的

に
把

握

す
る

こ

と

に
よ

っ
て
は
じ

め

て
、

人
間

行
動

の
総
体

的
復

元

に

つ
な

が

る

の
で
あ

っ
て
、

そ
う

し
た
視

点

に
立

っ
て

こ

そ
、
古

代

と

い
う
時

代

の
あ

り

の
ま
ま

の

「姿

」

を
復

元
す

る

こ
と

に

つ

な
が

る
の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

付
記

 
国
文

学

の
テ

ク

ス
ト

に
不

慣

れ
な
筆

者

が
、
今

回

こ
う
し

た
文
章

を

書
く

に
至

っ
た

の
は

、
記
紀

の
記

述

な
ど

一
面
的

な
側

面

に
と
ら

わ
れ

が

ち
な
古
代

研
究

に
お

い
て
、
多

角
的

な
視

点

を
提
起

し

た

い
と
考

え

た

か
ら

に
他

な

ら
な

い
。

し
か

し
な

が
ら
、

筆
者

本
来

の
研

究
領
域

は

考
古

学

で
あ
り
、

本
稿

作
成

に
あ
た

っ
て
、

国
文

学

的
見
地

か
ら
解

釈

上
、

方
法
論

上

の
誤

り
を
犯

し

て

い
な

い
と

は
言

い
切
れ

な

い
。

ご
寛

容
願

え
れ
ば

幸

い
で
あ

る
。

ま

た
今

回
使

用
し

た
考
古

学
的

資
料

は
、

多

く

の
諸
先

学

の
論

考
を
利

用

し
た

が
、

そ

の
解

釈

に
お
け

る
責

任

は

す

べ
て
筆
者

に
あ

る
。

 
本

稿
作
成

に
あ

た

っ
て
は
、

日
頃

よ
り
ご

指
導

頂

い
て

い
る
鈴

木
公

雄
先

生

を
は

じ
め
、
慶
應

義
塾

大

学
民
族

学
考
古

学
研
究

室

の
多

く

の

方

々

の
ご

教

示
を
得

た
。

紙
幅

の
都

合
、

す

べ
て

の
名

を
挙

げ

る

こ
と

は

か
な

わ
な

い
が

こ

こ
に
記

し
て
深
謝

し

た

い
。

追
記

 
本

稿
脱
稿

後

、
期

せ
ず

し

て
本
号

に
松

田
浩
氏

の
鹿

に

つ
い
て
の
論

考

が
掲
載

さ

れ
る

こ
と
を

知

っ
た
。

鹿

の
記
述

に
対
す

る
詳

細
な
検

討

は
、

古
代

の
動

物
観

を
理

解

す
る
上

で
有

益

で
あ

り
、

そ

こ
か
ら

モ
ノ

と
記

述

に
よ

っ
て
紡

が

れ
る
新

た

な
古

代

像

の
現

れ
る

こ
と

を
期
待

し

た

い
。

注
(1
) 

井

口
樹

生

「鹿
鳴
調

の
由
来
-
古

代

・
鹿

の
文
学
と
芸
能
1

」

(『金

田

一
春

 

 

彦
博
士
古
稀

記
念
論
文
集
』
第

三
巻
 
文
学
芸
能
編
、
金
田

一
春
彦
博
士
古
稀

 

 

記
念
論
文
集
編
集

委
員
会

、
昭
和

59
年

・
三
省
堂
、

一
九
～
三
九
頁
)

(2
) 

岡
田
精
司

「古
代
伝
承

の
鹿
-
大
王
祭
祀
復
元

の
試

み
ー
」

(『古
代
史
論

集
』

 

 

上
、
直
木

孝
次
郎
先
生

古
稀
記
念
会

 
昭
和
63
年

・
塙
書
房
、

一
二
五
～

一
五

 

 

一
頁
)

(3
) 

辰
巳
和
弘

『高

殿
の
古
代
学
』

(平
成

2
年

・
白
水
社
)

(4
) 

倉

野
憲

司

・
武
田
祐
吉
校

注

「古
事
記

・
祝
詞
』

(『日
本

古
典
文
学
大
系
』

 

 

第

↓
巻
、
昭
和

33
年

・
岩

波
書
店
)
。
坂
本
太
郎

・
家

永
三
郎

・
井

上
光
貞

・

 

 

大

野
晋
校
注

『口
本
書

紀
』
上

・
下

(『
口
本
古
典
文
学
大
系
』 

六
七

・
六

 

 

八
巻

、
昭
和

42
年

・
昭
和

40
年

・
岩

波
書
店
)。

高
木
市
之
助

・
五
味
智
英

・

 

 

大

野
晋
校
注

『萬

葉
集
』

一
～

四

(『口
本
古

典
文
学
大
系
』

四
巻
～
七
巻
、

 

 

昭
和

32
年

・
昭
和
34
年

・
昭
和
35
年

・
昭
和

36
年

・
岩
波
書
店
)
秋
本
吉
郎
校

 

 

注

『風
土

記
』

(『日
本
古
典
文
学
大
系
』

二
巻
、
昭
和

33
年

・
岩
波
書

店
)

(5
) 

表

5

・
6
参

照
。
紙
幅

の
都

合
上
、
基
本
的

に
本
文
は
記

載
せ
ず
、
万
葉
集

 

 

は
巻

と
歌
番
号
、
記
紀
は
記
事

の
内
容
を
ま
と
め
る
形
で
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。
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(6
) 

万
葉
集
巻
十

四

・
三
四

二
八
の
歌

に
対

し
て
、
前
野
貞
男

は

『万
葉
動
物
歌

 
 
論

考
』

(昭
和
42
年

・
清
和
堂
書
店

)

に
お

い
て
、

「臥
す

シ
シ
」

と
い
う
行
動

 
 
を
考
慮

す
る
と
寝
床

を
代
え
な

い
猪

が
適

当
で
あ
る
と

し
て
、

こ
の

【
首

を
猪

 
 
を
詠
ん

だ
歌

と
指
摘
し

て
い
る
。

こ
の
歌

に
関
し

て
並
木
秋
人

は
玲
羊
説
を
提

 
 
起
し

て
い
る
。

並
木
秋
人

「安
太
多
良
山

の

『し
し
』
ー

ア
ル
フ
ォ
ン
ゾ

・
ボ

 
 
ノ

ー
氏

に
ー

」

『動
物
文

学
』
三
九

輯
 

一
～

八
頁
、
動
物

文
学
會
、
昭
和

4

 
 
年

・
白

日
荘
)
、
並
木
秋

人

「安
太
多
良
山

の

『し
し
』

(続
)
ー

ア

ル
フ
ォ
ン

 
 
ゾ

・
ボ

ノ
i
氏

に
ー

」

(「動
物
文
学
』

四

一
輯
 

一
～

一
二
頁
、
動
物
文
学
會
、

 
 
昭
和

4
年

・
白

日
荘
)

(7
) 

野
本
寛

一

『共
生

の
フ
ォ
ー
ク

ロ
ア
 

民
族

の
環
境
思
想
』 
一
=

一頁

(平

 
 
成
6
年
 
青
土
社
)

(8
) 

万
葉
集
巻
十
六
 
三

八
八
五
番

(9
) 

豊
後
国
風
土
記
 
国
埼
郡

 
頸
峯

(10
) 

万
葉
集
巻
十

二
 

三
〇
〇

〇
番
及
び
万
葉
集
巻
十

六
 

三
八
四
八
番

(11
) 

古
事
記
 
中
巻
 
景
行
記

(12
) 

日
本
書
紀
神
代
上
第

七
段

一
書
第

一

(13
) 

日
本
書
紀
巻
第
七
景
行

天
皇
四
十
年
是
歳
足
柄

山
の
段

(14
) 

日
本
書
紀
巻
十

一 

仁
徳

天
皇
六
十
七
年

(15
) 

播
磨
國
風
土
記

 
讃
容

郡

(16
) 

注

10

に
同
じ

(17
) 

古
事
記
 
中
巻
 
景
行

記
 
倭
建
命
 
伊
服
岐
能

山

の
段

(18
) 

日
本
書
紀
巻

二
十
七
天
智

天
皇
三
年
十

二
月

(19
) 

秋
鹿
郡
 
大

野
郷
の
項

(20
) 

動
物
供
犠

や
血

に
よ

る
稲
作
儀
礼

は
、
東
南

ア
ジ

ア
各
地

に
点
在
し
て

い
る

 
 
こ
と
が
知

ら
れ
て

い
る
が
、

そ
の
意
味

に
つ
い
て
は
議
論

も
多

く
、
論
じ
き
れ

 
 
な

い
た

め
こ
こ
で
は
言
及

を
避

け
た

い
。
松
本
信
広

「
イ
ン
ド
シ
ナ

の
農
耕
儀

 
 
礼
」

(『新
嘗

の
研
究

一 

束

ア
ジ
ア

の
農
耕
儀
礼
』 

昭
和
53
年

・
に
ひ
な
め

 
 
研
究
会
、
九
九
～

一
〇

三
頁
)
な
ど
参
照
。

(
21
)

諸
橋
轍

次

『大
漢
和
辞

典
』
巻
六
、
六

二

一
七
頁
 

 
(修
訂
第

二
版
、
平
成

 
 
6
年

・
大
修
館
書
店

)

(22
)

薬
猟

と
は

シ
カ

の
袋
角

が
不
老
長
寿

の
薬

と
な
る
と
考
え
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、

 
 
口
本

の
宮
廷

に
お

い
て
五
月
五

日
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
も

の
で
、
口
本

 

書
紀
推
古
天
皇

19
年

の
記
事
が
初
見

と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
杉
田

二

 
 
郎
は
、
朝
鮮
半
島

、
特

に
高
句

麗
の

シ
カ
、
イ
ノ

シ
シ
猟

に
注
目
し
、

三
月

三

 
 
日

に
お
け
る
郊
祀

の
犠
牲
獣
行
事

が
日
本

に
移
入
さ
れ
た
も

の
と
説
く
。
杉

田

 
 
二
郎

「薬
猟
考

」

(『朝
鮮
学
報
』
第

六
十
輯
 
昭
和
46
年

・
朝
鮮
学
会
、

一
〇

 
 
〇
～

一
一
八
.頁
)

(23
) 

森

田
喜
久

男

「日
本
古
代

の
王
権

と
狩
猟
」

(『日
本
歴
史
』

四
八
五
 
昭
和

 
 
63
年

・
吉
川
弘
文
館
、

一
九
～

三
六
頁
)

(24
) 

谷
川
章

雄

「古
代

の
狩
猟

伝
承

に
つ
い
て
」

(「早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術

 
 
研
究
i
地
理
学

・
歴
史
学

・
社
会
科
学
編
』
三
三
、
昭
和

59
年
、

一
九
～
三
六
頁
)

(25
) 

榎
村
寛

之

「野
行
幸

の
成
立
ー
古

代
王
権
儀
礼
と
し
て

の
狩
猟

の
変
質
ー
」

 
 

『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
四

一 

平
成

5
年

・
大
阪
歴
史
学
会
、
一
一
四
～

=
壬
二
頁
)

(26
) 

平
林
章
仁

「口
本
古
代

に
お
け
る
肉
食

・
狩
猟

・
祭
祀
-
鹿

を
中
心

に
し

て

 

ー
」

(『
日
野
昭
博
士
還
暦
記
念

 
歴
史
と
伝
承
』
昭
和
63
年

・
同
朋
社
、

一
六

 
 
九
～

一
九
九
頁

)
そ
の
他
、

同
著

「描

か
れ
た
鹿
ー
鹿

は
何

を
表
象
し
た
か
ー

」

 
 

(『龍
谷
史
壇
』
第

九

一
号
 
昭
和

63
年

、

一
八
～
三
九
頁

)。
同
著

『鹿

と
鳥

 
 
の
文
化
史
』

(平
成

4
年

・
白
水
社

)
な
ど
参
照
。

(27
) 

平
林

章
仁
、
「
日
本
古

代

に
お
け
る
肉
食

・
狩
猟

・
祭
祀
-
鹿

を
中
心

に
し

 
 
て
ー
」

注
26
、 
一
八
〇
頁
。

(28
) 

注

11
、
17
参

照
。

(29
) 

注

13
及
び

日
本
書

紀
巻
第
七
景
行
天
皇

四
十
年
是
歳
胆
吹
山

の
段

参
照
。

(30
) 
金
子
武
雄

『ヒ
代

の
呪
的
信
仰
』

二
一
=

頁

(昭
和

52
年

・
公
論

社
)

(31
) 

縄

文
時
代

に
お
け
る
絵
画
資
料

は
発
見

さ
れ
て
お
ら
ず
、
造
形
的

な
も
の
が

 
 
主
体

で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
て

い
る
。
特

に
土
偶

は
、
広
く

そ
の
造
形

の
豊

か

 
 
さ
か
ら
知
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
の
土
偶

の
な

か
で
動
物

を
主
題

に
し

 
 
た
も

の
の
大
半

は
猪

が
占
め
て
お
り
、
鹿

の
造
形

は
殆

ど
存
在

し
な
い
と

い
う
。

 
 
西
本

豊
弘

「縄
文
人

と
弥
生
人

の
動
物
観
」

(『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

研
究
報

 
 
告
』
第

六

一
集
、
平
成

7
年
、
七

三
～

八
六
頁
)

(
32
) 

春
成
秀
爾

「絵
画

か
ら
記
号

へ
」
(『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研

究
報
告
』
第

 
 
三
五
集
、
平
成
3
年
、

三
～

六
五
頁
)

(
33
) 

佐
原
真

「弥

生
土

器

の
絵

画
」
『考

古
学
雑
誌
』

六
十
六
巻

一
号

、
昭
和
55

一27



 
 
年

・
考

古
学
研
究
会

、

↓
〇

二
～

]
一
七
頁

)。
橋
本
裕

行

「東

日
本

弥
生
土

 
 
器
絵
画

・
記
号
総

論
」

(『橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
』

八
、
昭
和
63
年

・
吉
川

 
 
弘
文
館
、
九
七
～

一
六

一
頁

)

(34
) 

弥
生
式

土
器
、
銅

鐸

に
つ
い
て
は
、
注

32
、
九
頁

の
表

1

・
2
、
円
筒
埴
輪

 
 
に
つ
い
て
は
、
春
成
秀

爾

「埴
輪
の
絵
」

(『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究

報
告
』

 
 
第

八
十
集
、

平
成

11
年

、

二
〇
三
～

二
三

一二
頁
)

の
本
文

を
基

に
作
成
し
た
。

 
 
ま
た
形
象

埴
輪

に

つ
い
て
は
、
橿
原
考
古
学
研
究
所

附
属
博
物
館

に
お
け

る
特

 
 
別
展
図
録

『は
に
わ
の
動
物
園
1

・
H
』

(『
は
に
わ
の
動
物

園
1

・
H
』
橿
原

 
 
考
古
学
研

究
所
附
属
博
物
館
 
平
成

2
年

・
平
成

3
年

)
よ
り
筆
者

の
責
任

に

 
 
お
い
て
集

計
し
た
。

以
下

に
遺
跡
名
を
参
考

の
た
め
記
載

す
る
。
数
字

は
個
体

 
 
数
。
明

記
が
な
け

れ
ば

一
個
体

で
あ
る
。

(鹿
)
奈
良

・
四
条
古
墳

/
奈
良

・

 
 
石
見
遺
跡

/
大
阪

・
大
賀
世
古
墳
/
島
根

・
平
所
窯
跡
/

奈
良
/
平
塚

2
号
墳

 
 
/
茨
城

・
西
町
古

墳
/

埼
玉

・
生
出
塚
埴
輪
窯
跡
/

埼
玉

・
伝
生

野
山
古
墳
群

 
 
/
茨
城

・
三
昧

塚
古

墳
/
千
葉

・
御
産
目
浅
間
神
社
古
墳
/

千
葉

・
竜
角
寺

皿

 
 
号
墳
/
千

葉

・
小
林

1
号
墳
/
千
葉

・
小
川
台

5
号
墳
/

茨
城

・
一
騎
山

4
号

 
 
墳
/
埼

玉

・
女
塚

2
号
墳
/
茨
城

・
谷
田
部
町
出
土
/
愛

媛

・
四

ッ
手
山
古
墳

 
 
/
鳥
取

・
土
下
古
墳

群
。

18
遺
跡

18
個
体
。

(猪
)
大

阪

・
昼
神
車

塚
古
墳

2

 
 
/
和
歌
山

・
井

辺
八
幡

山
古
墳
/
大
阪

・
百
舌
鳥
梅

町
窯
跡

/
大
阪

・
荒
巻
古

 
 
墳
/
大
阪

・
大
賀

世
古

墳
/
和
歌
山

・
鳴
神
遺
跡
/
大

阪

・
青

山

4
号
墳
/
大

 
 
阪

・
梶

2
号
墳
/

京
都

・
蛭
子
山

1
号
墳
/
奈
良

・
四
条
古

墳
/

群
馬

・
剛
志

 
 
天
神
山
古
墳
/
千

葉

・
伝
我
孫
子
市
付
近
/
群
馬

・
保

渡
田
八
幡

塚
古
墳

2
/

 
 
群
馬

・
井
出

二
子
山
古

墳
/
福
島

・
天
王
壇
古
墳
/
福
島

・
沼
之
内

睨
号
墳
/

 
 
埼
玉

・
稲
荷

山
古

墳
/

千
葉

・
御
産
目
浅
間
神
社
古

墳
2
/
千
葉

・
竜
角
寺

期

 
 
号
墳
/
千

葉

・
殿

塚
古

墳

2
/
埼
玉

・
小
沼
耕
地

1
号
墳
/
千
葉

・
小
林

1
号

 
 
墳
。

22
遺
跡

26
個
体
。

(35
) 

春
成
秀
爾

「銅
鐸

の
ま

つ
り
」

(『国
立
歴
史

民
俗
博
物

館
研
究
報
告
』
第
十

 
 
二
集
、
昭
和

62
年
、

一
～

二
四
頁

)

(36
) 

佐
原

は
シ
カ
の
角

が
な

い
の
は
狩
猟

の
季
節
、

つ
ま
り
冬

の
シ
カ
を
描

い
た

 
 
も

の
で
、
冬

の
行
事

と
し

て
の
狩
り
を
表

し
た
も
の
と
解

釈
し
て

い
る
。
佐
原

 
 
真

「銅
鐸

の
絵
物
語
」

(
『国
文
学

 
解

釈
と

教
材

の
研
究
』
、
昭

和
48
年

・
學

 
 
燈
社
、

四
五
～
五
三
頁
)

(37
) 

注
35
参
照

(38
) 

佐
原
真

「弥
生
土
器

の
絵
画
」
、
注

33

一
一
四
頁
参
照

(39
)

兵
庫
県

・
桜

ヶ
丘
四
号
銅
鐸

の
絵
画

に

つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま

に

 
 
解
釈
が

な
さ
れ
て

い
る
。
春
成
秀
爾

「銅
鐸
絵
画

の
原
作

と
改
作
」

(『国
立
歴

 
 
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第

三

一
集
、

平
成

3
年

、

一
～

二
八
頁
)

(40
) 

石
原
道

博
編

訳

『魏
志
倭
人
伝

・
後
漢
書
倭
伝

・
宋
書
倭

国
伝

・
階
書
倭
国

 
 
伝
』
新
訂
版
、
昭
和

60
年

・
岩
波
書
店

(41
) 

弥
生
前

期
の
遺

跡
か
ら
は
、
ト
骨

の
出
土
例

は
な
く
、
弥

生
中
期
、

つ
ま
り

 
 
紀
元
前

㎜
年
以
降
見

ら
れ

る
と

い
う

(神
沢

勇

一

「日
本

の
ト
骨
」

『考
古
学

 
 
ジ

ャ
ー
ナ

ル
』

二
八

一
、
昭
和

62
年

・
ニ
ュ
ー
サ
イ

エ
ン
ス
社
、

四
～
九
頁
)
。

 
 
本
稿
表

四
は
神
沢
勇

一

「
日
本

の
ト
骨

」
七
頁
表

二
を
基
に
作
成
。

(42
) 

ト
骨

に
お
け
る
イ

ノ
シ
シ
は
古
墳
時
代
以
降
見

ら
れ
な
く
な
り
、
文
献

で
も

 
 
律
令
制
下

の
延
喜

式
で
は
、
中
国

の
影
響

か
ら
ト
占
法

と
し
て
亀
ト
が
規
定
さ

 
 
れ
、
紀
伊

国
、
阿
波
国
、
土
佐
国
か
ら
亀
甲
計

50
枚
が
貢
進
さ
れ

る
こ
と
と
な

っ

 
 
て
い
た

(平
林
章
仁

『
鳥
と
鹿

の
文
化
史
』

注
26
、
五
六
～

五
七
頁
)
。

一
方

 
 
で
シ
カ
の
骨
は
依

然
と
し

て
使
わ
れ

て
お
り

(金
関
丈
夫

「ト

骨
談
義
」、

『考

 
 
古
と
古
代
 
発
掘
か
ら
推

理
す

る
』
、
昭
和

57
年

・
法
政
大
学
出

版
局
、
六
四
～

 
 
八
九
頁

)、

イ
ノ
シ

シ
の
よ
う
に
使
用
が
確

認
さ
れ
な

く
な

っ
た

わ
け
で
は
な

 
 
い
。

こ
う

し
た
ト
骨

に
見

る
弥
生
時
代

か
ら
古
墳
時
代

へ
の
変

化
は
、
イ

ノ
シ

 
 
シ
に
対
す

る
認
識
が
変
化

し
た
こ
と
を
裏

付
け
て

い
る
と
も

い
え
る
だ

ろ
う
。

(43
) 

春
成

秀
爾

「
豚

の
下

顎
骨

懸
架
-
弥

生
時

代

に
お
け
る
辟

邪

の
習
俗
1
」

 
 

(『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告

』、
第

五
十
集
、
平
成

5
年
、
七

一
～

一

 
 
四
〇
頁
)
。

(44
) 

西
本
豊

弘
 

 「弥

生
時
代

の
ブ
タ

に

つ
い
て
」
(
『国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
研

 
 
究
報
告
』
第
三
六
集

 
平
成

3
年
、

一
七
五
～

一
九
四
頁
)。

(45
) 

春
成
秀
爾

「埴
輪

の
絵
」
、
注
34
参
照

(46
) 

西
本
豊

弘

「
縄
文
時
代

の
シ
カ

・
イ
ノ
シ
シ
狩
猟
」

(『古

代
』
九

一 

平
成

 
 
3
年

・
早
稲

田
考
古
学
会
、

一
一
四
～

一
三

二
頁
)

(47
)

松
井

章

「
弥
生
時

代

の
動
物
食

」

(『弥
生

文
化
』、

平
成

3
年

・
大
阪
府
立

 
 
弥
生
博
物
館
、

八
九
～
九

一
頁

)

(48
) 

注

31
参
照
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巻 歌番号 内容
1 84

.

鹿
3 405 鹿
4 562鹿
4 570 鹿
6 953 鹿
6 1047 しか
6 1050 鹿
6 1053 鹿
7 izs2 鹿
8 1511 鹿
8 1541 しし
8 1547 しか
8 1550 鹿
8 1561 しし
8 1576 鹿
8 1580 鹿
8 1598 鹿
8 1599 鹿
8 1600 鹿
8 1602 鹿
8 1603 鹿
8 1609 鹿
8 1611 鹿
8 1613 鹿
9 1664 鹿
9 1678 鹿
9 1790 鹿

io 20sa 鹿
10 2098 鹿
io 2131 鹿
io ziai 鹿
io 2142 鹿
io 2143 鹿
io 2144 鹿
10 2145 鹿
10 2146 鹿
io 2147 鹿
io 2148 鹿
10 2149 鹿
io 2749 鹿
10 2150 鹿
10 2151 鹿
10 2752 鹿
10 2153 鹿
io zisa 鹿
10 zisa 鹿
io 2155 鹿
10 2156 鹿
10 zz20 鹿
10 2267 鹿
10 2268 鹿
io zzn 鹿
12 3099 鹿
14 3428 しし
14 3530 鹿
14 3531 鹿
15 3674 しか
15 3678 しか
15 3680 しか
16 3848 しし
16 3874 鹿
16 3884 鹿
zo 4297 しか
20 4319 しし
zo 4320 しか

表
5

万
葉
集
に
お
け
る
鹿

・
猪

・
し
し
の
歌
集
成
表

記事内容
1

廿昌凸.

5iE】・ 一記 逸文 鹿子湊の逸話/応 神帝、遊猟
z 卍 置 ・記 逸文 朴樹 鹿角の枝の生えた逸話
3 a冠 一記 秋鹿郡 猪 ・鹿の有無
4 ヒ 韮皿 ・記 秋鹿郡 大野郷 和加布都努志能命、狩猟/猪
5 t慨 ヒ記 意宇郡 猪・鹿の存在
s t瓦 ヒ記 出雲郡 猪・鹿の存在
7 tE ヒ記 大原郡 猪・鹿の存在
8 tE ヒ記 嶋根郡 猪・鹿の存在
9 tヨ 冠 L記 楯縫郡 猪・鹿の存在
io tE ヒ記 仁多郡 猪・鹿の存在
11 t亙 ヒ記 飯石郡 猪・鹿の存在
iz t到 ヒ記 意宇郡 神の猪猟の話
13 丘-藍 ヒ記 神門郡 猪の存在(冠山)
14 尾 冠 t記 川嶋社 神が白鹿となる逸話
15 摂 む【 ヒ記 逸文 夢野 鹿の海を渡る逸話
16    ヒ記 磐井君 猪の石像の話
17    ヒ記 揖保郡 鹿の存在(塩阜)
18    ヒ記 揖保郡 天皇、猪狩猟
19    ヒ記 揖保郡 応神帝、猪狩猟
20    ヒ記 揖保郡 鹿來墓の地名誕
21    ヒ記 賀毛郡 応神帝、白鹿に遭う
22    ヒ記 賀毛郡 宍血にて佃る逸話(雲潤里)
23    ヒ記 賀毛郡 猪飼野の話(臭江)
2a    ヒ記 賀毛郡 猪飼野の話(猪養野)
25    ヒ記 賀古郡 王、狩猟の際、鹿鳴を聞く

   壼
圃
図
圃囲

国
図團

図圃

26 圃 ヒ記讃容郡
團
國
團圓

圃圃

園   
;.i

 常 回

筆に鹿が入った逸話(篁戸)
27    t記 讃容郡 鹿の腹を裂き、血に稲を播く
28    ヒ記 神前郡 応神帝、狩猟/鹿 ・猪
2g    ヒ記 託賀郡 猪による地名誕(伊夜丘)
30    ヒ記 託賀郡 猪による地名讃(目前田)
31    ヒ記 鯵磨郡 伊刀嶋に牝鹿の渡る逸話
32    ヒ記 餅磨郡 大三間津日子命、屋形を建て鹿鳴を聞く
33    ヒ記 鯵磨郡 鹿による地名誕
34    ヒ記 信太郡 葦原の鹿の逸話
35 t記 多珂郡 鹿の存在(飽田村)
36 常 回 t記 行方郡 猪の存在(男高郷)
3フ筥 口 上記 行方郡 猪の存在(麻生郷)
38 舘 口 t記 行方郡 猪の存在(當麻郷)
39 豊 口 t記 逸文 田主が鹿をえる逸話
40 山 同 t記 逸文 猪頭による祭儀
41 古甲罷 エ巻 神代 鹿骨によるト占
42 古事記 上巻 神代 大国主神、猪に似た大石によって圧死
43 古事記 上巻 神代 天迦久神の話
44 古事記 中巻 景行記 倭建命、白鹿に遭う
45 古事記 中巻 景行記 倭建命、白猪に遭う
46 古事記 中巻 仲哀記 忍熊王らの反逆/祈 狩・猪
47 古事記 中巻 応神記 大山守命の反逆/祈 狩・猪
48 古事記 下巻 安康紀 市辺之忍歯王、猪・鹿を狩ると偽られ射殺
49 古事記 下巻 安康記 市邊王の子、猪甘に逢う
50 古事記 下巻 顕宗記 天皇、猪甘の足を切る
51 古事記 下巻 雄略紀 吉野行幸/猪 ・鹿の歌を詠む
52 古事記 下巻 雄略紀 葛城山にて天皇、猪狩猟
53 日本書紀 垂仁87年2月 獣(しし)を狩り、腹より勾玉が出現
54 日本書紀 景行40年 是歳 日本武尊、白鹿に遭う
55 日本書紀 神功皇后摂政前紀 忍熊王らの反逆/祈 狩・猪
56 日本書紀 応神13年9月 淡路嶋に天皇、狩猟/鹿 皮を着た人 に々逢う
57 日本書紀 応神22年9月 淡路嶋に天皇、狩猟/鹿 など
58 日本書紀 仁徳38年7月 天皇、皇后高殿で鹿鳴を聞く
59 日本書紀 仁徳43年5月 白鹿献上
60 日本書紀 仁徳67年10月 鹿の耳より百舌鳥の出た逸話
61 日本書紀 仁徳67年 此歳 神の化身たる大蛇が鹿に変ずる
62 日本書紀 允恭14年9月 猪 ・鹿(しし)の有無/狩 り

63 日本讐紀 雄略天皇即位前紀 市邊押磐皇子、鹿猪を狩ると偽られ射殺/祈 狩・鹿猪(しし〉
64 日本書紀 雄略3年4月 天皇、狩猟/鹿 を追う
65 日本書紀 雄略4年8月 葛城山にて天皇、猪狩猟
66 日本書紀 雄略5年2月 天皇、猪狩猟
67 日本書紀 顕宗天皇即位前紀 牡鹿の角で舞う話
68 日本書紀 武烈天皇即位前紀 猪に意を借りた歌
69 日本書紀 崇峻5年10月 天皇、猪の首と蘇我馬子の首を等しく論じる
フ0 日本書紀 推古6年10月 白鹿献上
71 日本書紀 推古19年5月5日 天皇薬猟(鹿)
72 日本書紀 推古22年5月5日 天皇薬猟(鹿)
73 日本書紀 皇極元年5月 天皇、狩猟(し し)
74 日本書紀 斉明4年5月 鹿猪(し し)の歌

75 日本書紀 天智10年4月 8足の鹿の出現
76 日本書紀 天智3年12月 猪槽に稲が生じる
77 日本書紀 持統3年1月 鹿皮献上

表
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記
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